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Synsedimentary 　tectonics 　of 　the 　southeTn 　part 　of

　 the　Kanto　sedimentary 　basin
，
　central 　Japan

Takashi　MrTSuNAsHI ＊

Abstract　 Thick　marine 　 sediments 　 of　Miocene　 to　P［iocene　Mura 　Group 　and 　 Pliocene　to　 miCICIIe

Pleistcene　Kazusa 　Group　 are 　 widely 　distributed　 in　the　 southern 　 part　 of　 the 　Kanto　district．　 The
Miura　GrDup 　is　divided　into　6　units ，　each 　depocenter　of　which 　shows 亡he　northward 　m ［gration　and

extention 　 as 　 shown 　in　the　 profiles．　The 　Kazusa 　Group　is　divided　into　3　 units ，　 and 　it　 shows 　 the

similar 　characteristics 　in　deposition．　The　auther 　insists　that　the　fDlding　makes 　progress　during　the
deposition　of　each 　formation，　and 　the　process 　is　printed 　in　the　formatiQn．

ま 　え 　 が 　き

　Synsedimentary　tectonics （堆積時構造運動）と い う言

葉 は ，湊正 雄氏 が 1970年代 の 初頭 に は じめ て 使 わ れ た と

記憶 して お り．ま た ，湊 （1976） で もそ の 重 要 性が 指摘

され て い る．

　堆 積時 の 地 殻運 動 は ，同氏 が 尊 敬 す る S、VON

BuBNoFF の 示 相曲線 （Fazies　Kurve） と造陸曲線 （Epi−

rogenetishe 　Kurve）に よ っ て 定量的に 表現 され る ．示相

曲線 は，堆積時の 海底を表わ し，造陸曲線 は ，そ の 海底

← 一
沿海性

＼
浅海1生

←一深 海 1生

第 1 図　示 相曲線（上 ）と造陸曲線 （S．V．　 BUBNOFF，
1930） イ ギ リ ス ，ウ エ ール ズ 南部 の カ ン ブ リ ア 〜デ

ボ ン 期

＊　 島根大 学理 学 部地質 学 教 室 ；Department　ef 　Geology，　Faculty　of

　 Science．　 Shimane　 Univertity，1060，　 nisbikawatsu ，　 Matsue　 690．
　 Japan．
＊＊　 特に 火砕鎹層に 限 っ た 訳で は な く，炭層や 化石 層，あるい は 音波 探査

　 で の特 徴 あ る反 射面で も よい

の 深 さ に 層厚を 加 え て つ くっ た 累積 曲線 で あ る （第 1

図）．

　 しか し．こ の 手 法 は，層厚に 比 べ て 時間 の 精度 が 良 く

な い の で ，短い 地質時代 （世よ り短 い 時間）ある い は ，

地層 の 区分単元 で は 層群 よ り小 さな 単元に つ い て は ，あ

ま り使用 さ れ て い な い ．

　た だ し，BUBNOFF に よ る 手法 で の 時間の 精度 の 問題 は

多くの火砕鍵層を 用 い た 調査
＊＊

に よ っ て解決 され る ，そ

れ は ．主 要 な 上 下 2 枚 に 挟 ま れ た 地 層 を追跡で き れ ば ，

例 え 詳 しい 堆積期間が 不 明で も，一
定期間に 堆積した 地

層 と して岩相や層厚変化 に つ い て 量的比較 が で きる か ら

で あ る．こ こ で 具体的 に 述 べ る 区分単元 の 大きさ は ，平

均的に み れ ば層 群 を い くつ か に 区 分 し た 程度 で あ り ， 層

厚で は 500〜1000m．ま た ，層厚変化 の 割合 は 十数分 の

一
程度 ま で 確認 され る精度 で あ る．ま た ，よ り細分 し た

単元 を 扱 うこ とに よ り，堆積 盆 地 や 褶 曲構 造 の 各部位 に

つ い て ，数多 くの 層厚 の 測定 が 可 能に な る．さ ら に ，そ

の 形成に 関連す る各堆積期 の 層厚変化 の 形態が復元 で き

る こ と，ま た も う一・つ は ，地層 の 堆積後 に 変位 を 受 け変

形 ・破壊す る 際の もと の 状態，い わ ゆ る 初期条件 を示 す

とい う意味 で重要で あ る ，堆積期 の 層厚変化 の 形態 か

ら，例えば ある規模の 褶曲構造 が 堆積期間に 成長す る こ

とや ，概念的 に 地塊運動 を 推定 す る こ とは 比 較的容易で

ある ．しか し，そ れ ぞれ の 具体的な条件 に 対応 し て ，変

形 や 応力 状態を 求め るた め に は ，次に 述べ る仮想基盤変

位法 （V ．B．　D 法 ） （KODAMA 　et．　al ．，1985） に よる 実験
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が 望 ま れ る ．V ，　B，　D 法 は ，一
定 堆 積期 の 層厚変化 の 形

態 に つ い て 基盤内に 設定 した 面 （仮想基盤面） に 対 して

任意 の 方向に 変位を与え，そ の 形態と
一

致す る まで繰り

返す手法 で ある ，そ し て ，そ の 時 の 応力 ・歪 み 分 布が 解

析 され る ．こ の よ うに 既知 の 層厚変化の 形態か ら未知 の

基盤運動を推定す る 手法で ある ．

　 さ きに ，本堆積盆南部で の 火砕鍵層を 用い た 調査 の ま

と め は ，多 くの 方 々 の 協 力 を 得 て 行 っ た （三 梨 ほ か 22

名，1979），そ の 後 の 研究 と し て は ，徳橋 （1976a，

1976b）に よ る堆積学的研究や ，中嶋ほ か （1981）に よ る

鴨川 図幅 な どが あ る．ま た ，関 東 堆 積 盆 の 全体 を 横ぎる

南北 の 地 質断面図を作成 し （三梨ほ か ，1986a），そ の 全

昂

体 お よ び房総半島沖海域 の V ．B ．D．法 に よ る実験 とそ の

検討 は ，す で に 述べ た （三 梨 ほ か ，1986b），そ れ らの 大

部分 は，付図 （上 段） お よび 口 絵 4 頁 に 再録 し た ．ま

た ，本 論 集 で も，房総沖 の V．B、　D法 に よ る 三 次元 モ デ

ル 実験 は 大 久保 ほ か （1990），ま た 東京湾 の 音波探査資

料 （加藤，1984）に 基づ く V．B．D．法 に よる解析 は 鈴木

ほ か （1990）に 述 べ られ て い る．

　以上 は ，主 と し て 上 総層群が 対象 で あ り，三 浦層群 は

部分的 に し か 発達 し て い な く，構造 も
一

般に 単斜 あ る い

は ，ゆ る い 傾斜を 示 し
一

部 を 除 い て 褶曲構造 は あ ま りみ

られ な い ．

　
一

方，今回本論集に 掲載 され て い る もの は ，三 浦層群
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　　　　　　　　　　　　第 2図　三浦
・房総 半島 の 層序 （三 梨ほ か ，1979に 加筆）

凡 例 ，  ：長 浜 チ ャ ネ ル ，  ：東 日 笠 チ ャ ネ ル ，  ： 白狐 チ ャ ネル ，  ：田 越川 礫岩層，  ：千畑礫岩層

＊ ユ ：房総沖 で は ，下限 か ら層厚1200m の 未命名 の 地層が 発達す る　＊2 ：漸新世
一

中新世 　＊3 ：古第三 紀

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

関東堆積盆南部 の シ ン セ デ ィ メ ン タ リー・
テ ク ト ニ ク ス 3

を 対象 とし褶曲構造 が 発達す る 堆積 盆 の 研 究例 とな っ て

い る （小 玉 ほ か ，1990；藤 田 ・小 玉 ，工990 ；坂 ほ か ，

1990； ト部ほ か ，1990）。

　小論 で は、上 述 の 2 つ の 地域を 結 び つ け る作業 を行 っ

た （東京湾一
三 浦 半 島，付図）．ま た

，
こ れ ら よ りさ らに

変形が進ん で ，断層に 境 さ れた 地塊状 に 分布す る房総半

島南部地域 を含 め ，房総半島南端か ら東京湾に か け て の

地質断面図 を 作成 し ，堆 積層 の 復 元 を 試 み 堆積盆 と褶曲

構造 の 発達過程 に つ い て 検討 した 結果を述 べ る ．

地　質　概　説

　関東堆積盆南部 の 地質層序は ，第 2 図 の よ うで あ る

が ，そ の 下位か ら分布 の 概略を 述べ る ．

　 こ の 地 域 で 最も古 い 古第三 紀 の 嶺 岡層 群は ，房総半島

南部 に 東西 方向の 走向を もっ て 分布す る ，つ ぎに 古 い 葉

山 ・
保 田層群 は ，海成 の 漸新世な い し中新 世と考 え ら れ

概略的に は，嶺岡層群 と平行 し て そ の 両側 に 分布 し，ま

た ，三 浦半島中部に 二 帯 に 分れて 分布す る ．これ らの 分

布地 域 は ，嶺岡
一

葉山隆起 と よば れ て い る ，こ の 隆起帯

は 南へ 下 っ た段 階状な い し雁行状を 呈 し て 分 布 す る．

　三 浦層群 は，房総半島中部 とその 以 南 の地 域 お よび 三

浦半島全体に わ た り，東西 ない し西北西
一

東南東の
一般

走向を もっ て 分布し，褶曲構造が 発達す る ．また ，房総 半

島南部 の 保 田層群分布地域に は 地塊状とな っ て 分布す る．

　鮮新
一

更新世 の 上総層群お よび 更新世の 下総 ・相模層

群は ，房総半島北部 お よび 三 浦半島北部 よ り北側 の 地 域

に 大きな 堆積盆地 の 形 成 し て 広 く分布す る ．

　全体 の 贋序 は
， す で に 述べ た の で （三 梨ほ か ，1979），

割愛 させ て い た だ き，地質層序 は房総半島 西岸 の 三 浦層

群 に つ い て 述べ る ．

層　序　各　説

　佐久間互層 Sakuma 　Formation （三梨ほ か ，1979）

　岩相
・
層序 ：砂岩 ，礫岩 ， 泥岩の 互層か らな る．本層

は，小池 （1949） に よ り上 位 か ら中尾原互 層 ，大崩礫岩

層 ，奥 山 互 層 と区分 された もの が 含 まれ る．中尾原互 層

は ，砂岩
・
泥岩 の 互層 ，大崩礫岩層は 淘汰不 良の角礫，

亜 角礫質の 礫岩，奥 山 互 層 は 帯緑灰色砂岩，礫岩，うす

い 粗 粒 シ ル トと の 互 層 か ら な る ，中尾原層 か ら Lepido−

crvclina や MiogcvPsinaを 産す る ．層厚 ：400〜500m ．備

考 ： 1）大崩礫岩層
＊
は ほ とん どが 下 位 の 嶺岡層 群，保

田 層群か ら 由来す る 角礫や 巨礫 を 含 み ，古 生 層 の 礫は 細

礫 で しか も ご くわ ずか で あ る ．2 ）層準に か か わ らず 基

＊ 礫種に つ い て は 田村治夫氏の 御教示 に よ る ，

盤岩 と の 境界付近 に 巨礫層が 発達 し，ま た 基盤 に 対 し

て ，
ア バ

ッ トお よ び オ フ ・
ラ ッ プの 関係 が み られ る こ と

などか ら，初 生 的 に 断層 に よ る 地 溝状 の 場 を 推定 した

　（三 梨卓まカ、，　1979）．

　木 の 根頁岩層 Kinone　Formation （小池，1949命名 ）

　岩相 ：暗灰 色細裂頁岩 を 主 と し，うす い 砂岩層 を挟

む．な お ，ス コ リ ア 層をほ とん ど挟在 しな い こ とが ，上

位 の 天津層 との 区分 の 特徴となっ て い る．層序関係 1下

位 の 佐久間層を 整合 に お お い ，上 位 の 天 津 層 と は 明瞭な

境を も っ て 整合に 覆わ れ る ．分布 ：天 津層の 基底 を鍵層

Dp ・Si とともに 追跡 し，従来，1 梨 ほ か （1979）に よ

り天津層 と されて い た 白狐背斜軸部な どに も広 く分 布す

る （ト部 ほ カ  1990）．

　 また ，房総南部 で も地塊状 に 分布す る が，富浦町 南方

で は上位の 天津層 が 本層を欠 い て 直接保 田 層群 と不 整合

に 接 す る こ とか ら，本層分布 の 南限が 定ま り．一
方北方

へ の 分布は ，大釜戸背斜頂部 の ボ ーリン グ （帝石 R1 ）

で は層厚2GOm で あ り，磯根崎背斜 （GS1 ）に は 分布 し て

い な い ．従 っ て本 層 の 分布 は ，佐久聞層 の 分布範囲 よ P
や や 広 い 地 域に 限定 され る，層厚 ： 0〜500m ，上 述 の

こ とか ら，三 梨ほ か （1979）で は 本層 を 天 津層 の 下 部の

一
部 と し ，三 浦層群 中部 と して い た が ，下 位 の 佐久間層

と と もに 同層群下部とす る．

　天津泥岩層 Amatsu 　Formation （大塚 ・／」丶池．1949）

　岩相 ：新鮮面 で は 帯緑灰 色 ，風 化 面 で は 灰白色泥 岩 か

らな り，ス コ リ ア 層や 凝灰 質砂 岩を 挟 む ．層序関係 ；房

総中西 部
・
中南部 で は 下位 の 木 ノ 根層 とは ，明瞭な 境を

もっ て 整合に 接し，房総中西 部で は ，千 畑 礫 岩層 と 部分

不 整合を も っ て 接 す る．

　下位 の 木 ソ 根頁岩層と は，1〜2m の 含礫砂岩，含礫

泥岩ある い は ユOc皿程度 の 砂層 を もっ て 接す る が ，そ の 上

位 の 鍵層 Dp，　Si と と もに 追跡 され る そ の 境界面 は ，一連

の もの と推定 され る．富浦町南方 で 本層 が保 田 層群に 不

整合 に 接す る層位 も，鍵層か ら同層準 と 考 え られ る．ま

た ，上 位 の 千 畑 層 との 部 分 不 整 合関係．層序 区 分 ：玉 浦

層群中部．

　稲子沢泥岩層 lnakozawa　Formation （iJ・池，1949）

　岩相 ・層序 ：主 と し て 泥岩か らな り，薄い 砂 岩 や 凝灰岩

を挟む ．本層 の 基底に 千畑礫岩 層 （Senhata 　Member）が

発達す る．層序関係 ： ヒ位 の 萩生層と整合 に 接す る ，層

厚 ：西 部 で は，100m前後 ．分布 ：房総半島中部 か ら南 方

へ ぽ ，凝灰 質砂 岩層 とな る ．層序区分 ：三 浦層群上 部．

　萩生火砕質砂岩層 Haglu　F。 rmation （小池 ，1949命名）

　模式地 ：富津市萩生 ．岩層 ：ス コ リ ア 質砂岩 ，凝灰

岩 ，凝 灰 質泥岩 との 互 層 ，層序関係 ：下位の 稲子沢層を
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和

第 3図　三 浦
・1二総両 層群 の 堆積盆 と褶曲構造 の 発達過程を 示 す 概念図

凡例，1 ： L 総 層群 中部，2 ：上総層群下部，3

（天津層上 部）， 6 ：三 浦層群中部 （天津層下部），

間層），
9 ：基盤 （葉山 ・保 田 層群な ど），　

’

：三 浦層群最上 部，4 ：三 浦層群 tr部 5 ；三 浦 層 群 中 部

7 ：三 浦層群下部 （木 ノ 根層），8 ：三 浦層群下 部 （佐 久
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整合 に お お い 古屋敷向斜部で 下位 の 稲子沢層 を チ ャ ネ ル

状に 浸食す る ．こ れ を 白狐チ ャ ネ ル と呼び （ト部 ほ か ，
工990） こ の 層準か ら上位 を 三 浦層群最上 部 とす る ．上 総

層群 に 不 整合に お おわ れ る ．

三 浦層群 の 堆積盆の 発達

　第 3 図 は 三 浦 ・上 総両 層群 の 堆 積盆 と褶 曲構造 の 発達

過程 を示す概念図で ある が，始め に 各 X テージで の ，地

層 の 分布範囲，主 要鍵層などに つ い て 述べ る．

1　 三 浦 層 群下 部 （佐久間層）

　大崩礫岩層 の 礫 の 形態と礫種 か ら崖錐性礫岩と した こ

と，お よび 基盤岩 とア バ
ッ トや オ フ ・

ラ ヅ プ関係か ら地

溝 状 の 場 を 推 定 した が ，今 回，本層中 の 礫岩 と保 田層群

との 境界付近 の 保 田層群中に 崖錐性礫岩と同質の 破砕岩

脈の発達が み られ （第 4図），その 共役関係 か ら 引張応

力 場 を 推 定 し，こ れ らは さ きに 提出 し た モ デル を支持す

る もの とな っ て い る．

皿　三 浦層群 下 部 （木 ノ 根頁岩層）

　上 述 した よ うに ，本 層 分布の 南限 お よ び 北限が決 ま る

こ と か ら本層 は 佐久 間層 の 堆積す る地溝状 の 地帯を中心

o
蘇 縞 ．

保 田

　　6
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第 4 図　保 田層群中に み られ る角礫岩脈 （山 田，1990MS）

凡例 ，1 ：天津層，2 ：木 ノ 根層，3 ：佐久間層 ，
4 ：保 田層群 ，5　角礫岩脈，σ ， ：圧縮軸 ，σ 1

引張軸

＊　 三 浦 層 群中 部 ，三浦 半 島南 部に 分布す る ．模式地点 ：三 浦半島中部諸

　 　 磯の 潮汲み （三 梨
・
矢崎，1968）．房総 半島では ，今回 は じめ て発 見．

　 　 1〜3m の ゴ マ シ オ 状凝灰岩層

＊＊ 　主 鑓層 は 1 〜3m の 中〜粗 粒 の ゴ マ シ t 状 凝 灰 岩層 ，green

　 　 homb 且end を多 く含 む特徴を もつ 、
＊＊＊　 20〜50  の 数枚 の中〜粗粒の ゴ マ シ オ状凝灰 岩層 の 組 み 合わ せ か ら

　 　 な る ．（鉱物学的特徴 は ．ト部 ほか ，1ggep：詳 しい ）

第 5図　小浜付近 の ス ラ ソ プ 構造 （山 内 ・山 田，未

発表資料）

凡例，1 ：凝灰質砂岩層，2 ：泥岩 （正常層），3 ：

泥岩 （ス ラ ソ プ 層），4 ；海食崖，5 ：破片型 の ス ラ

ン プ構造 ，6 ：褶 曲型 の ス ラ ソ プ構造 ，7 ：すべ り

方向を解析 した 地点

と し て ，や や 広 い 範囲 に ，また 有機物 の 含有量 が多 く，

細粒 な こ と か ら閉鎖的 な環境で 堆積 した と思われ る．

皿　 三 浦層群中部 （天 津層下部，Dp，　 Si−So＊

）

　房総南部 の 天津層 は シ ル ト岩を 主 体 と し ，ス コ リ ア 層

や 火砕質砂岩層 を 挟む ．層厚は 小浜付近 で 250m ，そ の

南方 で は 数百 m とな る ．第 5 図 に 示 す よ うに 多 くの ス ラ

ソ プ層が 発達す る ．な お，こ の ス ラ ソ プ層 の 流れ の 方向

は ほ ぼ 南方を 示 し （山内靖喜 ・山 田将史 MS ），そ の 堆積

面 は 南側 に 傾斜 して お り，その 最大層厚部 は ， 小浜，西

岬間 に あ る も の と推定 した ．

N 　三 浦層 群 中 部 （天津層上 部，So一千畑層基底，　 Ok ）

　 こ の ル ート で は ，鋸山向斜 の 南 翼 で 最 も厚 く （800
m ），大釜戸背斜部で 200m ，磯根崎背斜 で 400m ，さ ら

に ，北方 へ の 分 布 は 、本 層 上 位 に 音波探査結果に み られ

る オ フ ・ラ ッ プ現象 か ら，東京湾地 区 に は発達 しな い も

の と し た ．

　
一

方，鋸山向斜 の 南方で 勝 山 ，小 浜 付 近 ま で ，層厚 を

減 じて 凝 灰 質砂岩 とな っ て 分布す る ．

V 　三 浦層群上部お よび最上 部

稲子 沢層 と基底 の 千畑 不 整合 （Ok ） −Hk

　本層中に は ，Hk ＊ ＊

，　 Ok
＊ ＊＊

と い う特徴 あ る 鍵 層 が あ

り，房総
・
三 浦両半島で 広 く追跡 され，付図の 各地域 の
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断面 で は橙色 と して表わ され て い る．東京湾内の 本層位

に つ い て は ，音響測線 に 最 も近 い 籌 浦半島 （三 梨 ・矢

崎，1968）とを 横浜図幅 （三 梨 ・菊池 ，1982） を 参考に

対比 した （付図 中段 ）．こ れ を 基 本 に して ，第 3図の ル ー

トに 沿 っ た 断面図 を 作成 した ．本層 の 分布 の 南隈は 小浜

まで確認さ れ る．

萩生 層 （Hk）
一
黒滝 不 整合

　従来 は ，千畑部分不整合か ら黒滝不整合まで の 層準を

三 浦 層 群 上 部 と して い た が ，こ の うち 白狐 チ ャ ネ ル 構 造

か ら黒滝 不 整合 ま で の 層位 を 構造運動 と堆積盆 の 移動 の

関係か ら三 浦層群最上 部 と した ，

W 　上 総擠群中 ・下 部

　．ヒ総層群下部は ，層位的に は ，黒滝不 整合 か ら東 日笠

チ ャ ネ ル 構造 （部分不 整合） ま で の 地 層 ，部分不 整合が

認め られ な い 地 域 で は ，梅 ケ 瀬層 の 下 限 ま で の 地層 と

し
， 同層群中部は 同層準 よ り長浜 層基底 の 部 分 不 整合ま

で の 地 層 を表 わ す．東京湾地区 に お い て は ，下部は 他 の

地 域に 比 べ 薄く，また 三 浦層群最上部の最大層厚部が あ

り，引き続 く沈降 の場 で あ っ た こ とか ら，黒滝 不 整合 は

顕著 な浸食現象は み られ な い ．

　陸域 で は ，鋸山 向斜 に 分布す る が ，そ れ 以 南で は ，確

認 され な く，上 総層群 の 堆積盆 は房総南端部 の 堆積盆 と

嶺岡隆起帯に よ り分化 した も の と した ．

褶曲構造形成過程

嶺 岡隆起 帯 と よ ばれ る 複背斜 は ，皿 の 段 階で 南側 の 沈

昂

降に よ りこ れまで 地溝部 が相対的に 上昇 し て 南 へ 下が っ

た 段階状 の 変形 （撓 曲変形） を お こ し て 南翼 が 形成 さ

れ ，N の 段階で 北翼が 形成 され る ．北隣 の 鋸山向斜 は ，

1〜皿の 堆積段 階で 北翼 が 形成 され は じめ ，N で 南翼が

形成され ，そ の 後の V の 段 階で 成長す る ，ま た ，そ の 北

隣の 白狐 背斜 に つ い て は上 述 の 鋸 山 向斜 の 形成 に よ っ て

南翼が 形成 さ れ ， 古屋 敷 向 斜の 形成 とそ れ に起因す る 白

狐 チ ャ ネル 構造の 形成 に よ り，そ の 中間部 の 沈降量 の 少

な い 部分 が 背斜 と し て 形成 さ れ る こ とに な る．こ れ ら の

場合 と くに 不 整合面とい っ た ，い わ ゆ る褶 曲時相 を 挟 ま

な い で 下位 の 地層ほ ど変形 が 進み，上 位 ほ ど水平 に 近い

褶曲構造がで きは じめ て い る こ と に な る ．大釜戸背斜

は
，

上 述 の 白狐 チ ャ ネル 構造な どの 形成 に よ り南翼 が ，

ま た ，一ヒ総層群下部 お よび 向斜部に 発達す る東 日笠 チ ャ

ネル 構造 の 形成 に よ っ て 北翼が 形成 され る．ま た ，磯根

崎背斜は
，

V の 段階で
， 堆積面の 傾斜 が で き ，

上 述の 東

日笠 チ ャ ネ ル 構造や こ の 図に 表現 され て い な い が上 総層

群 上 部 の 長浜層基底 の チ ャ ネ ル 構造 お よ び 下総層群の 東

谷チ ャ ネ ル 構造の 発達 な どに よ り南翼部 が 次第 に 形成 さ

れ る。

　第 6 図は，磯根崎背斜 に 直交す る方 向で の 弾性波探査

と ボーリ ン グ 結果に 基 づ く地質断面図 （縦 ：横 比＝ 1 ：

1）で あ り，と くに ボ ーリ ン グ で は ，地層の 傾斜測定が

詳 し く記載 され て い る ，

　 上 述 に ，三 浦層群 の 褶曲の 形 成 に つ い て ，不 整合面 を

大佐夘 帝 石 k 佐 和

2劭 Dlge

．oΩ一
」
、
　　 、。

一．−
7 プ‘一．一二 ＝．：＃fiQQ

　
1°uen’

　 　 一∠ 紲

第 6 図　磯根崎背斜付近 の 地質断面図 （石 和 田
・
三 梨，1965）
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第 7図　三 浦層群の 層厚 ・層相変化 と地質構造の 位置 との 関係を示 す概念図（三 浦半島，南北方向）（三 梨ほか ，1979）
1，2．3は 下位 か ら上 位 へ 互 い に 整合に 重 な る 三 浦 層 群，点部 は 凝灰質砂岩層 （ときに ク 卩 ス ・

ラ ミナ が 発達
す る）．  ，  ，   ．  は 最大層厚部位を 示 す ．凡例 3は ，三 浦層群 の 上 部 と して い た が ，付 図 ， 第三 図で は

上 部 お よ び最 上部に 2分 されて い る ．

挟 ま な い 地層 に お い て も，下位 の 地層 ほ ど変形 が 進み ，

上位 ほ ど水平 に近 くな る褶曲構造が で きる とす る考えを

の べ た が ，こ こ で は ，そ の 考 え を 実際 に 垂直的に み て ど

の よ うに な る か を検討す る こ とが で きる，た だ し ，こ の

場合．黒滝不 整合 と三 浦層群 と保 田 層群 の 2 つ の 不 整合

を 含ん で い る ．こ の 付近で の 黒滝不 整 合面 とそ の 上 下 の

地層は 構造的に 平行 で あ る の で
， 無視して み る と，下位

ほ ど急で 上 部 が 水平 に 近 くな る とい う傾向を み る こ とが

で き，そ の 考 え を 支持す る も の と な っ て い る．

各堆積単元の 形態的特徴

　三 浦半島の 三 浦層群 の 各単元 の 形態 は ，第 7 図 の よ う

に推 定 した （三 梨 ほ か ，1979 ；三三梨，1980）．し か し ， 弱

点と して ，堆積の 中心 が移動す る方向 へ の 基盤 に 対す る

ア パ
ッ トな い し，オーバ ー

ラ ヅ プ現象 は ，層厚 ユ00m 程

度 の 小 さい 規模 の 堆 積 盆 で は 確 認 で き て も地表 の 露頭で

み る機会 の 少 な い もの で あ り，こ の 点 に つ い て ．疑問視

され る こ とが 多 い ．そ れ は，バ ス ク 法 で 断面図を 書 くこ

と に 慣れ た もの に と っ て は む りか らぬ こ とで も あ っ た ，

第 7 図に 示 した これ ら の 形態 は ， 灘域 で の 音波探査資料

に よ り確認 され る こ とに なっ た ．一
般 に 例えば，付 図 の

関柬堆積盆断面 の 房総沖海域部 ，房総半島の 館山 湾 の 千

倉層 の 堆積盆な どが あ る が ，実際に は ， 東京湾の 音波探

査 資料 （加藤，1984） に よ り，その 実在 が証 明 され る こ

とに な っ た ，三 浦 半島 と東京湾 を 結び 付けた 地 質断面 図

は
， 付 図 中段 に 示 し た ．こ れ らの 形態 は，最大層厚部か

ら南側 （堆積 の 中心 が変移す る 方向 と は逆 方 向 ） へ 層厚

が 収斂状 に 薄くな り，他方，その 反 対側 で は 基 盤 に 対 し

て ，ア バ
ッ トあ る い は オ ーバ ー

ラ ッ プ し て い る （現在 み

られ る 形態 と し て は ，オ フ ラ ヅ プ
＊

が み られ る）．また ，

堆積の 中心 が 変移す る 距離が小 さい も の は ，中心 部 の 両

側に 層厚 の 急変部 が で きる こ とが 多い ，地 層 の 厚い 部分

の 岩相 は ，比 較的深 い 海 の 環境 を 示 す 泥岩層や 砂泥互層

か らな り ，

一
方収斂状に 薄 くなる 部分は ，次第に 砂質 と

な り，ク n ス ・
ラ ミ ナ の 発達す る 凝 灰 質砂 岩 層 とな る．

こ れ ら は ご く浅海 の 環境を示す．こ の よ うな形態的特徴

と岩相を もつ 単 元 が堆積 の 中心 の 位置を変えて累重した

もの とな っ て い る，

　な お
， 各単元で 最も薄い 部分が ，ス コ リ ア 質〜浮石質

の 凝灰質砂岩層 とな っ て い るの は，関東堆積盆 で の 地 域

的な 特徴で あ る．

＊　 層理面が下方 に 向か っ て 基盤 に 接す る形態

三 浦 ・上総両 層 群 の 堆積盆 の 発達様式 の 比 較

　V 、B ．　D．法の 実験 に よれ ば ，層厚変化に 基づ く各堆積

期 の 仮想基盤 の 変位 パ タ
ー

ン と，こ れ よ り変形 が 進ん だ

現在 の 構造形態に 合わ せ た変位 パ タ
ー

ン とを比較す る

と，同 じ地点が 何 回 も活動す る こ とが 知 られて い る （口

絵 1 ，　2 ，　3 ，　4 ）．

　ま た ，1 つ の 堆積期 で 最 も大 きな 基盤 の 変位は ，最大

層厚部付近に あ り，また ，各堆積期を 通 じて の 主要な変

位パ タ
ーソ は ，そ の 移動 と 関 連 し て い る，

　こ れ らの こ とか ら，両層群 の 最大層厚部位 の 移動 の 形

態を 比較 を 示 した （第 8 ，9図）．

　三 浦層群 とそ の 相当層 （第 8図 ）の 場合，関東堆積盆

で は 北側 と三 浦半島 と房総中 ・南部 を 中心 と した 南 側 の

2 つ の 帯に わ か れ て 発達す る．北帯に つ い て は ，そ の 分
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8 三 　梨

　　　　第 8 図　 三 浦層群 の 層厚部 の 移動

凡例，上 1三 浦層群下部 （佐久問層 ・木 ノ 根層），

2 ：同 層群中部 （天津層下部），3 ：同層群中部 （天

津層上 部），4 ：同層群上 部，5 ：同層群最上 部

布形態 か ら最大層厚部 が 北方 に 移動す る もの と思わ れ る

が
， 詳 し い こ と は 分 か っ て い ない ．南帯 の 三 浦層群 の 各

堆積期 の 最大層厚部 は ，約 1000m の 層厚を もち，幅 が狭

く，変移距離が 10〜20   程度 と小 さ く，中間 に 層厚 の 薄

い 部分 を 挟み ，三 浦側 と房総側 の 2 つ に 分か れ て 分 布 す

る ．そ して ，房総側 の 同層群下部   を除け ば と もに   →

  と北東方向に移動す る．一方．上総総群の 3 つ の 区分

単元 は 第 9図 の 下 段 に 示 す よ うに 房 総 側 の 最大 層厚 部 と

中問に 層厚 の 薄い 部分を 挟み ，
三 浦側 の 層厚部 と に 分か

れ て 分布し．房総側 で は ，最大層厚部 は a，b，　c の よ うに

北 西 方向に ，ま tc．，一一r．一浦 側 で は ，ほ ぼ 北方向 に 変移す

る．変移距離ぱ
，
30〜40  と大きく，ま た 三 浦層群 の 南

北 2帯に また が り広い 範囲に 分布す る （なお ，そ れぞれ

に 沿 う地 質断面 図 は 巻末 の 付図上 段に 示す），

　つ ぎに
，

三 浦 ・房総両層群の 関東地区の 基 盤 岩 の 累帯

構造 と の 関係 に つ い て み る と，三 浦層群 を 堆積 した 基盤

運 動は ，こ れ に 直交す る 方向に 変移 して お り，ま た ，東

京湾南西部 に 三 浦層群最 上 部の 最大 層厚 部   が あ り，同

湾の 北西部が 上 総層群 の 沈降が 大 きくな る境とな っ て い

て ，構造線 が 推定 され て い る （鈴木 ほ か ，1990）．基盤運

動の 房総側の   の 位 置 が そ の 延長上 に ある と推定 され る

こ と ， ま た 北帯 の 南縁 が 構造線 と推定 され る こ とか ら三

浦層群 の 発達は ，累帯構造に 規制され た よ うな 運動 と み

る こ とが で きる ．

　 こ れ に 対 して
， 上 総層群の 各単 元 の 房総半島の 最火層

昂

　　　　 層厚 部 　　　　　最大層厚部

再
第 9図　上総層群 の 最大層厚部お よび 層厚部 の 移動

凡例， a ：上 総層群下部，　 b ：同 層群中部 ，　 c ：同

層群上 部 （最大層厚部），a
厂

：上 総層群下部 ，げ ：同

層群中部，c
「
：同層群上部 （層厚部）

厚 部 の 変 移 は ，累 帯 構 造 を 横 切 っ て 発 達 して お り，分 布

範囲 と と もに 異 な っ た 発達様式 を示 し て い る ．

ま　　 と　　 め

1 ．関東堆積盆南部に つ い て ，火砕鍵層な どを利用 して

三 浦層群に つ い て 6区分，上 総層群に つ い て は 3 区分

　し ，全 体 と し て ，各断面 図を作成 した （付図）．と くに

東京湾
一

房総南端ル ー
トで ，層 厚変化 に 基 づ く復元 を

行 い ，堆積盆 の 発達 と褶 曲構造の 形成 過程 と の 関連性

に つ い て 検討した ．

2 ，関 東 堆 積盆 を 横 切 る南北 断 面 図 を 作 成 し （付 図），ま

た V ．B．　D．法に よる実験の
一

部 を 口 絵 4頁 に 示 した ．

3 ，東京湾 の 音波探査資料 （加藤，1984） を もとに ，そ

の 測 線上 に あ る 三 浦半島とを 結ぶ 地質断面図を作成 し

た （付 図），これ は ，堆積盆の 発展 に 関す る 筆者 の 考え

　 （第 7 図 ：三 梨ほ か ，1979） を 支持す る もの と な っ

　た ．

4 ．実験 に よ れ ば，最大 層厚部 位 と そ の 移 動 が 基盤運動

の 主要 な 特徴 とな る こ とか ら，各堆積期 の 最大層厚部

位を示 し，三 浦層群 と上 総層群 との 基盤運動を 比 較 し

　 （第 8 ，9図 ），ま た 基 盤 岩 の 累 帯 構 造 との 関 連 に つ い

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

関東堆積盆南部の シ ソ セ デ ィ メ ン タ リー・テ ク ト ニ ク ス 9

て 述べ た ．

5 ．各堆積単元 の 層相
・
層厚変化 と基盤岩 との 関係に つ

い て の
一

般的 な形 態 に つ い て 述 べ
， また 岩相変化に つ

　い て こ の 地域 の 特性に つ い て も記 した ．

6 ．堆積期構造運動 を強調 した 論文 とし た ，現在陸域 で

み られ る 褶曲構造 は ．背斜 部 と 同斜部で は 異な る が，
全 体 の 数十 パ ーセ ン トは こ れ に あた る ．堆積後の 運動

は ，付図 お よび 第 3図 に み られ る よ うに 陸域に あ り，
全体的隆起の 場 で ，また 同様 な機構 で 形成 さ れ る と推

定 され るが ，詳 し くは 今後 の 課題 で ある ．

お　 わ　 り　 に

　 この 論文 は ，は じめ 多 くの 方 々 と 共 著で 提出 し，現在

抱えて い る数 々 の問題点 や 今後 の 課題 な どに つ い て 整理

して提出す る 予定 で あっ た．し か し，主 と して 私 自身 の

遅筆と時間切れ とで 単 著 で提出す る こ とに な っ た ，

　な お 小論を 書 くに あた り，日 頃 フ ィ
ー

ル ドで あ る い は

実験 で多 くの 討論 して い た だ い た ，地質調 査所 の 小 玉 喜

三 郎 ・鈴木尉 元 の 両氏 島根大 学 の 山内婿喜 ・小室裕明

の 両氏，未公表 の 房総沖 の 音波探査
・
試錐資料 を頂 い た

帝国 石 油株式会社の 小松直幹 氏 ，ま た 東京湾 の 音波 探 査

資料に つ い て 御教示頂 い た 海 上保 安庁水 路部 の 加藤　茂

氏 ， 同 地 区 の 対比 に つ い て 御教示 頂 い た 千葉県水質保全

研究所 の 楡井　久 氏 ，千倉層 の ご案内を頂 い た 安房団研

の 品田 芳二 郎 ・正 一
の 両 氏 を は じ め と す る 諸 氏 ，毎 年

フ ィ
ール ドで 顔を合わ せ る東海大学海洋学部 の卒論生 の

方 々 ，付図 ・口 絵 を は じめ 論集 の 製図を 行 っ て くれ た 島

根大学大学院の ト部厚志，坂　靖範 ，卒論学 生 の 佐 目元

昭，山田将史の 諸氏 ，こ れ ら の 方 々 に 心 か ら謝意を表し

ます．
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